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わ

れ
わ
れ
は

ー
も
し
持
っ

て

い

る

と

す
れ
ば
ー

た
だ
信
仰
を

持
つ

の

み
で

あ
る
」

と

述
べ

る
。

ヘ

ブ

ラ

イ
語
で

信
仰
を
意
味
す
る

エ

ム

ナ
ー

は
、

ギ

リ
シ

ア

語
化
さ
れ

た
ピ

ス

テ

ィ

ス

の

よ

う
に、

真
で

あ
る

と

認
め

る

信
念

で

は

な
く、

む

し

ろ

直
接
的
な

「

信
頼
」

を
意
味
す
る

、

し

た
が
っ

て

読

み

手
の

恣
意
的
解
釈
が

意
図
さ
れ
て

い

る

訳
で

は

な
く

、

語
ら
れ

た

言
葉

側
の

「

聞
く
人
を

求
め

て

つ

か
も
う
と

す
る
」

働
き
と

、

見
、

聴
き、

感

じ

る

も
の

に

対
し

て

誠
に

向
き
合
う
読
み
手
側
の

「

応
答

す
る

責
任
性
」

と
が

合
致
し

て

こ

そ
、

ブ

ー

バ

ー

が
エ

ム

ナ
ー

と
し

て

理

解
し
た

両
者
の

信
頼
関
係
が

築
か
れ
る

と

言
え
よ

う
。

テ

ク

ス

ト

に

「

汝
」

と
し
て

向
き

合
い

、

語

り
か
け
に

対
す
る

受
容
的
態
度
を

通
し

て、

言

葉
と
の

出

会
い

は

可
能
に

な
る

。

こ

れ
が
ブ

ー

バ

ー

「

我
−

汝
」

哲
学
に
お

け
る
「

関
わ

り
の

相
互

性
」

で

あ
る

。

そ

の

「

我
ー

汝
」

の

関
わ

り
に
よ

っ

て
、

預

言

者
の

誤
解
を
突
破
し、

根

源
的
な

神
の

使
信
と
出

会
い

う
る、

と
ブ
ー

バ

ー

は

主
張
す
る

の

で

あ
る

。

　

彼
の

ヘ

ブ

ラ

イ
語
聖
書
言
語
論
に

お

け
る

独
自
性
は
、

聖
書
テ

ク

ス

ト

の

中
で

描
写
さ
れ
て

い

る

神
の

言

葉
が
、

既
に

預
言
者
に
よ

っ

て

人
間
の

言
葉
と

し

て

告
知
さ
れ

た
も
の

と

捉
え

、

聖

書
言
語
が

誤
解
の

産
物
で

あ

り
得
る

と

理
解
す
る

点
に
あ
る

。

し
た
が
っ

て

ブ
ー

バ

ー

は
、

聖
書
テ

ク

ス

ト

を

字
義
通
り
に

受
け
入
れ
る

客
観
性
を
重
視
す
る

道
を
進
む
こ

と

は

な
く、

ま
た

反
対
に

聖

書
テ

ク
ス

ト
を

読
み
手
主
導
で

解
釈
す
る
主
観
性

を
重

視
す
る

道
を

進
む
こ

と

も
な
い

。

そ
れ
は

ヘ

ブ

ラ

イ

語
聖
書
に

お

け

る

「

書
か
れ

た

言
葉
」

の

信
憑
性
を
不

確
か
な
も
の

と

考
え
る

た

め

で

あ

る
。

彼
に

と
っ

て

手
元
に

存
在
し
て

い

る

聖
書
テ

ク

ス

ト
は
、

目
指
す
も

の

へ

と

到
る

た

め

の

手
段
で

あ
っ

て、

目
的
で

は

な
い

。

如

何
に

し

て

「

語
ら

れ

た
言
葉
」

と
出
会
い

う
る

か
、

こ

れ
が
ブ

ー

バ

ー
に

と
っ

て

の

最

重
要
課
題
で

あ
っ

た
。

だ

か

ら
こ

そ
彼
は
「

書
か
れ
た
聖
書
」

と

い

う
媒

介
を

経
て
、

「

神
に

よ
っ

て

語
ら
れ
た

声
」

の

読
み

手
へ

の

歩
み

寄
り
と

、

そ
れ

に

向
き
△
口

い
、

受
け
入
れ
る

責
任
を
果
た

す
読
み
手
と

の

「

我
−

汝
」

関
係
に

よ

っ

て
、

こ

の

課
題
に
取
り
組
ん
だ

。

そ
れ

に

よ

っ

て

「

可
能
態

で

あ
っ

た
聖

書
テ

ク

ス

ト
」

か
ら

、

「

現
実
態
と

し
て

の

神
の

使
信
」

を

生
起

さ
せ

る

こ

と
を

目
指
し

た

の

で

あ
る

。

そ
れ

は

テ

ク

ス

ト

を
記
号
や

象
徴
と

し
て

分
析
す
る

、

解
釈
者
か
ら
の
一

方

通
行
的
な
我

−

そ
れ
態

度

で

は

実
現
し
え
な

い

事
態
で

あ
る
。

ま

さ
に

こ

れ

は

読
み

手
と

「

語
ら
れ

た

言
葉
」

と
の

信
頼

関
係
を
通
し
て

、

「

書
か
れ

た

言

葉
」

に

含
ま
れ
る

預
言
者
の

誤
解
を

乗
り
越
え
よ

う
と

す
る

、

ブ

ー

バ

ー

の

試
み

だ
っ

た
の

で

あ
る

。

「

ヨ

シ
ヤ
の

改
革
」

と
聖
書
外
資
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

高
橋

優
子

　
紀
元
前
七
世

紀
後
半
に

、

い

わ
ゆ

る

原
申
命
記
に

基
づ

い

て

行
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
て

い

る

「

ヨ

シ

ヤ

の

改
革
」

は
、

聖

書
資
料
を
一

次
資
料
と

し
て

再
構
成
さ
れ
る

こ

と
が

多
か
っ

た
。

し
か
し

現
在
で

は
、

利
用
可
能

な
考

古
資

料
に
つ

い

て

の

研

究
が
進
み、

聖
書
外

資
料
す
な
わ
ち

考
古

資

料
を
一

次

資
料、

聖
書

資
料
を
二

次
資

料
と
し
て

当

該
改

革
に

ア

プ
ロ

ー

チ
す
る

こ

と
が
可

能
と
な
っ

て

い

る
。

「

ヨ

シ

ヤ
の

改
革
」

に

つ

い

て

も

っ

と

も
重

要
な
考
古

資
料
は、

メ

ツ

ァ

ド
・

ハ

シ

ャ

ブ
ヤ
フ

と

呼
ば
れ
る

砦
の

遺
跡
か

ら
得
ら
れ
る

情
報
で

あ
る

。

こ

こ

で

は

こ

の

遺
跡
に

注
目
し

て
、

「

ヨ

シ

ヤ

の

改
革
」

の

時
代
背
景
を

探
り
た

い
。

　
こ

の

遺
跡
か
ら

の

出
ヒ
品
の

う
ち、

わ

れ
わ

れ
の

関
心
に

と

っ

て

と

く

に

重
要
な
の

は
、

大
量
の

東
ギ
リ
シ

ア

土

器
や
砦
の

構
造
と

い

っ

た
物
質
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的
特
徴
と、

ひ
と
つ

の

ヘ

ブ
ラ

イ
語
オ
ス

ト
ラ
コ

ン

（
一

般
に

「

収
穫

者

の

書
簡
」

と
い

う
呼
称
で

知
ら
れ
る
）

で

あ
る

。

前
者
は
こ

の

砦
の

支

配

者
が
誰
な
の

か
と
い

う
問
題
に

関
わ

り
、

そ
の

解
釈
如
何
に

よ
っ

て
、

後

者
の

意
味

す
る

と
こ

ろ

も
変
わ
っ

て

く
る

こ

と
に

な
る

。

以

下
順
に

検
討

し
て

い

く
。

　

ま

ず
物

質
文
化
に
つ

い

て
。

こ

の

場

所
か
ら

発
見
さ

れ

た

オ

ス

ト

ラ

カ

に

は
ユ

ダ

系
の

名
前
や

フ

ェ

ニ

キ

ア

系
の

名
前
が

書
か

れ

て

お

り、

ユ

ダ

人
や

フ

ェ

ニ

キ

ア

人
の

居
住
が

知
ら

れ

る
。

さ

ら
に

大
量
の

東
ギ
リ
シ

ア

土

器
の

存
在
は
、

ギ
リ

シ

ア

人
の

居
住
を

示
し

て

い

る
。

こ

こ

が、

ギ

リ

シ

ア

人
傭
兵
を
中
心
と

す
る

国
際
的
な

人
口

構
成
を

持
つ

砦
で

あ
っ

た

こ

と
が
わ
か

る
。

し
か
し

、

ど

の

国
が

こ

の

砦
を

築
き
支
配
し
て

い

た

の

か

は
、

定
か

で

は

な
い

。

従
来
は

歴

代
誌
下
三

四

章
六

節
（
ヨ

シ

ヤ
王

が

シ

メ

オ
ン

の

領
域
ま
で

祭
儀
改
革
を

強
制
し
た

と
い

う
内
容）

の

記
述
に

基

づ

き、

ユ

ダ

王

国
が
こ

の

場

所
を

支
配

し
て

い

た

と

考
え
ら
れ

て

き
た

が
、

近
年
実
は
エ

ジ
プ
ト
が

実
際
の

支
配
者
で

あ
り、

ギ
リ
シ

ア

人
傭
兵

や
ユ

ダ
人

傭
兵
を

使
役
し
て

い

た

と

い

う
説
が

有
力
と

な
っ

て

い

る
。

そ

の

根
拠
と

し
て

は
、

こ

の

砦
の

構
造
（
計
画
）

が、

イ
ス

ラ
エ

ル

的
で

は

な
く、

エ

ジ
プ
ト

的
で

あ
る

こ

と
、

こ

こ

か
ら

出
土
す
る

搬
入
土
器
の

諸

特
徴
（
キ
プ
ロ

ス

の

オ

フ

イ

オ
ラ

イ
ト

で

作
ら

れ
た

も
の

や
、

ナ

イ
ル

の

粘
土
で

作
ら
れ
た

も
の

の

存
在）

な
ど

が
あ
る

。

　

こ

の

仮

説
を

前
提
す
る

と
、

有
名
な
「

収
穫
者
の

書
簡
」

の

解
釈
に

も

重

大
な
影

響
を

与
え
る

。

従
来
こ

の

「

書
簡
」

は、

ユ

ダ

支
配
下
に

あ
る

メ

ツ

ァ

ド
・

ハ

シ

ャ

ブ

ヤ

フ

近
く
で

農
作
業
を
し
て

い

た
ユ

ダ
人

労
働
者

が、

ユ

ダ
の

役
人
ひ

い

て

は

王
に

、

法
（

申
命
記
二

四

章
一

ニ

ー

＝
二

節
・
一

七

節
お

よ

び

出
エ

ジ

プ
ト

記
二

二

章
二

六

ー
二

七

節
参
照
）

に

基

つ

い

た

上

着
の

返

還
を

訴
え
て

い

る

も
の

と

解
さ
れ

て

き
た

。

し
か
し、

こ

の

砦
の

真
の

支
配
者
が
エ

ジ

プ
ト
で

あ
る

と

す
れ

ば
、

エ

ジ

プ
ト
支
配

下
の

砦
に

、

属
王
と
し

て

の

ユ

ダ

王
が

、

物
資
を
供
給
す
る

義
務
を
負
っ

て

い

た

と

い

う
こ

と

に

な
る

。

そ

う
だ

と

す
れ

ば
、

ユ

ダ

人
の

「

収
穫

者
」

は
、

属
王

と

し
て

の

ユ

ダ
王

に

対
し

て

賦
役
労
働
を
行
な
っ

て

い

た

こ

と
に

な
る

。

古

代
近
東
に

お
い

て

は
、

征
服
者
が

被
征
服
者
の

法
を

（
彼
ら
の

事

柄
に

関
す
る

限
り）

受
容
す
る

慣
習
が
存
在
し
た
の

で

あ
る

。

さ
ら
に

考
古
学
的
デ
ー

タ
を
援
用
す
れ
ば
、

こ

の

「

書
簡
」

の

文
学
類

型

は

従
来、

訴
状
あ
る
い

は
超
法
規
的
嘆
願
書
と

考
え
ら
れ
て

き
た
が

、

当

該
オ
ス

ト
ラ

コ

ン

の

外
的
・

内
的
特
徴
（
書
記
が
書
い

た
と

思
わ
れ
る

文

字
と、

そ
れ

に
そ
ぐ
わ

な
い

ぎ
こ

ち

な
い

文
体
な
ど
）

か

ら、

「

訴
状
の

下
書
き

」

あ
る
い

は
「

訴
状
作
成
の

た
め

の

メ

モ
」

で

あ
る

と

い

う
こ

と

が
い

え
る

で

あ
ろ

う
。

　
メ

ツ

ァ

ド
・

ハ

シ

ャ

ブ
ヤ
フ

の

物

質
文
化
の

諸
特
徴
は、

こ

の

砦
を
エ

ジ

プ
ト
が

支
配
し
て

い

た
高
い

蓋
然
性
を

示
し
て

い

る
。

そ
し
て

、

そ
こ

か
ら
出
土
し
た
有
名
な
オ
ス

ト
ラ

コ

ン

は
、

エ

ジ
プ
ト
支
配
と

も
矛
盾
な

く
読
む
こ

と

が
可
能
で

あ
る

。

い

わ
ゆ

る

「

ヨ

シ

ヤ
の

改
革
」

と

呼
ば

れ

る

出
来
事
に

つ

い

て、

聖
書

外
資
料
す
な
わ
ち
考
古

資
料
を

第
一
、

聖

書

資
料
を
第
二

と
し
て

再

構
成

す
る

と
き

、

聖
書

資
料
を
一

次
資
料
と
し

て

再
構
成
す
る

場
合
と
は

、

異
な
る

図
が
浮
か

び

上
が
っ

て

く
る

の

で

あ
る

。

幻
視
と
夢
の

図
像
学

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
細

田
あ

や

子

　
本

発
表
は

、

中
世
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

幻
視
や

夢
に

つ

い

て
、

そ

れ
ら

の

図

像
表

現
を

用
い

な
が
ら

神
あ
る

い

は

絶
対
者

、

超
越
者
と
の

コ

ン

タ

ク

ト
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